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そのだ　ひさこ

●問い合わせ先　教育政策課　人権・同和教育担当

TUNAGU（つなぐⅡ）Ⅱ

問い合わせ先で電話番号を掲載していない課・担当などは、市役所本庁 ☎（923）1111 にお願いします。

ア
ガ
サ
・
ク
リ
ス
テ
ィ
ー

／
著(

早
川
書
房)

　
「
ミ
ス
テ
リ
ー
の
女

王
」
と
呼
ば
れ
た
推
理

作
家
ア
ガ
サ
・
ク
リ
ス

テ
ィ
ー
が
生
ん
だ
「
名
探
偵
ポ
ア
ロ
」。
彼
は
類
ま
れ

な
る
頭
脳
を
駆
使
し
て
、
数
々
の
難
事
件
を
解
決
し

て
い
き
ま
す
。

　
本
書
は
、
そ
ん
な
彼
が
乗
っ
て
い
た
飛
行
機
内
で

起
こ
っ
た
密
室
殺
人
の
謎
に
挑
む
話
で
す
。

　
早
川
書
房
が
子
ど
も
た
ち
に
も
っ
と
ミ
ス
テ
リ
ー

を
楽
し
ん
で
ほ
し
い
と
考
え
刊
行
し
た
「
ハ
ヤ
カ
ワ
・

ジ
ュ
ニ
ア
・
ミ
ス
テ
リ
」
は
、
漫
画
や
登
場
人
物
の

イ
ラ
ス
ト
が
た
く
さ
ん
掲
載
さ
れ
、
言
葉
遣
い
も
分

か
り
や
す
く
翻
訳
さ
れ
て
い
ま
す
。
完
訳
版
と
し
て

作
品
が
持
つ
魅
力
を
伝
え
る
本
に
な
っ
て
お
り
、
大

人
が
読
ん
で
も
楽
し
い
一
冊
で
す
。

　
「
オ
リ
エ
ン
ト
急
行
の
殺
人
」
や
「
そ
し
て
誰
も
い

な
く
な
っ
た
」
な
ど
も
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。
読
書

の
秋
を
ミ
ス
テ
リ
ー
で
楽
し
み
ま
せ
ん
か
。

芸
げ い

能
の う

のはじまり!?

●�TUNAGUⅡとは　人権尊重のまちづくりの一環として、さまざまな人権問題について市民の皆さんと
共に考えるために、そのだ�ひさこ先生(福岡県人権研究所副理事長)に執筆していただき、偶数月１日号
に掲載しています。タイトルの「TUNAGU」には、人と人、心と心をつなぐ、世界とつなぐなど、
「共生」と「人権」の時代の到来を願う歴代の執筆者の思いが込められています。

　

こ
の
半
年
、気
づ
け
ば
新
型
コ
ロ
ナ

関
連
の
ニ
ュ
ー
ス
で
、一
日
の
大
半
が

埋
め
つ
く
さ
れ
る
か
の
よ
う
な
日
常
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
入
れ
代
わ
り
、立

ち
代
わ
り
感
染
症
関
連
の
専
門
家
の

方
々
の
提
言
は
な
さ
れ
て
い
る
が
、

︿
見
え
な
い
敵
﹀と
の
戦
い
に
は
そ
の
先

行
き
が
な
か
な
か
見
え
な
い
。
自
分
や

人
の
命
を
守
る
た
め
に
、今
ま
で
の
生

活
ス
タ
イ
ル
を
否
応
な
く
変
え
て
い
か

ざ
る
を
得
な
い
事
態
に
日
々
直
面
し
て

い
る
。
課
題
は
膨
大
で
あ
る
が
、誰
に

も
わ
か
る
テ
レ
ビ
の
画
面
の
変
化
に
つ

い
て
気
づ
い
た
こ
と
か
ら
一
つ
だ
け
を

と
り
あ
げ
る
こ
と
と
す
る
。

　

以
前
か
ら
私
は
、テ
レ
ビ
で
は
動
物

関
連
番
組
と
お
料
理
番
組
が
好
き
だ
っ

た
。
前
者
の
動
物
の
生
態
な
ど
を
知
る

こ
と
は
人
間
が
ど
う
い
う
生
き
物
か
を

知
る
う
え
で
大
変
興
味
深
く
、後
者
は

私
が
料
理
を
大
好
き
だ
か
ら
で
あ
る
。

実
は
も
う
一
つ
、大
好
き
な
番
組
が
あ

る
。お
笑
い
番
組
で
あ
る
。︿
家
で
過
ご

す
時
間
﹀の
増
加
の
な
か
で
、必
然
的

に
お
料
理
番
組
が
ど
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
に

も
増
加
し
て
い
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、

も
う
一
つ
、ロ
ケ
時
間
が
取
れ
な
い
今
、

お
笑
い
芸
人
の
登
場
が
い
ろ
い
ろ
な
番

組
に
圧
倒
的
に
増
加
し
て
き
て
い
る
よ

う
に
思
う
。　

　

今
を
と
き
め
く
芸
能
関
係
の
人
々
、

広
く
は「
俳は

い

優ゆ
う

」と
よ
ば
れ
る
こ
の
言

葉
は
、実
は
す
で
に『
日
本
書
紀
』に
出

て
き
て
い
て︿
巧
み
に「
俳わ

ざ

優お
ぎ

」)

す
﹀と

読
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ア
マ
テ
ラ
ス

が
岩
戸
に
隠
れ
世
の
中
が
闇
に
な
っ
た

時
、そ
の
岩
戸
の
前
で
、ア
メ
ノ
ウ
ズ

メ
の
巫
女
が
踊
っ
た
さ
ま
を
言
っ
て
い

る
。
こ
の
巧
み
な
踊
り
に
よ
っ
て
、世

は
光
を
と
り
も
ど
し
た
と
い
う
わ
け
で

あ
る
。

　

万
葉
集
で
も
、言
葉
に
よ
る「
祝
い

ご
と
」
を
の
べ
る
人
々
の
こ
と
を

「
乞ほ

が
い
び
と

食
者
」と
い
う
表
現
が
さ
れ
て
い
る
。

彼
ら
は
ま
た
、中
世
・
鎌
倉
時
代
に
は

「
散さ

ん
じ
ょ
の所

乞こ
じ
き食

法ほ
う

師し

」と
し
て
資
料
に
現

れ
る
。
酒
つ
く
り
な
ど
の
予よ

祝し
ゅ
く

芸げ
い(

酒

が
う
ま
く
で
き
る
よ
う
に
と
前
も
っ
て

祈
り
、祝
う
こ
と)

の
あ
と
、猿
楽
な
ど

の
芸
を
余
興
と
し
て
演
じ
た
り
も
し
て

い
た
。
こ
の
豊
作
を
祝
う
猿
楽
・
田
楽

の
名
手
が
後
の
室
町
時
代
の
観か

ん

阿あ

弥み

・

世ぜ

阿あ

弥み

親
子
で
、今
日
の
日
本
の
伝
統

芸
で
あ
る
能(

樂)

の
名
曲
を
数
々
生

み
出
す
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、彼
ら

の
能
は
当
時「
乞こ

じ
き
の食
処し

ょ
ぎ
ょ
う業
」と
貴
族
た

ち
に
嘲
笑
さ
れ
、「
字
の
読
め
な
い
彼

ら
が
能
の
名
曲
を
書
け
る
は
ず
が
な
い
。

貴
族
た
ち
が
書
い
た
も
の
を
彼
ら
は
演

じ
た
だ
け
だ
、踊
っ
た
だ
け
な
の
だ
」

と
数
百
年
に
わ
た
っ
て
言
わ
れ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、明
治
時
代
末『
世
阿
弥
伝

書
群
』が
早
稲
田
大
学
の
歴
史
学
者
に

よ
っ
て
発
見
さ
れ
、そ
の
後
、世
阿
弥

の
直
筆
の
原
曲
も
発
見
さ
れ
た
の
で
あ

る
。

　
今
で
言
う
漫
才
も
能
も
、乞
食
法
師・

乞
食
の
処
業
と
し
て
、当
時
社
会
的
に

差
別
さ
れ
て
い
た
人
々
に
よ
っ
て
生
み

出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
被
差
別

の
人
々
ま
で
視
野
を
広
げ
て
、人
権
・

部
落
問
題
も
豊
か
に
学
び
た
く「
学
び

を
つ
な
ぐ
講
座
」に
招
か
れ
、市
民
の

方
々
と
学
習
し
て
い
る
。

広報ちくしの 令和２年10月1日13


